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「
よ
る
べ
な
さ
」
再
考

フ
ロ
イ
ト
の
生
物
学
主
義
の
展
開
と
転
回（

（
（

佐
藤
朋
子

は
じ
め
に

　
「
よ
る
べ
な
い
」
と
日
本
語
で
し
ば
し
ば
訳
さ
れ
る
「hilflos

」、
そ
し
て
そ
の
名
詞
形
で
あ
り
「
よ
る
べ
な
さ
」
と
訳
さ
れ

る
「H

ilflosigkeit

」
と
い
う
語
は
、
ジ
グ
ム
ン
ト
・
フ
ロ
イ
ト
の
著
作
に
お
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
文
脈
を
と
も
な
い
な
が
ら
登
場

す
る

（
（
（

。
な
か
で
も
、
飢
え
や
渇
き
と
い
っ
た
欲
求
を
満
足
さ
せ
る
た
め
に
外
か
ら
の
助
け
を
必
要
と
す
る
と
い
う
、
幼
児
が
お

か
れ
て
い
る
状
況
を
指
し
示
す
た
め
に
用
い
ら
れ
る
「
よ
る
べ
な
さ
」
に
対
し
て
、
従
来
の
フ
ロ
イ
ト
研
究
は
格
別
の
関
心
を

寄
せ
て
き
た

（
（
（

。
本
稿
で
は
そ
の
関
心
を
共
有
し
つ
つ
も
、
他
の
も
ろ
も
ろ
の
用
法
や
文
脈
も
同
時
に
十
分
に
考
慮
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、「
よ
る
べ
な
き
幼
児
」
の
表
象
の
錬
成
に
備
わ
る
意
義
に
つ
い
て
の
あ
ら
た
な
仮
説
を
フ
ロ
イ
ト
独
自
の
理
論
構
築

と
の
関
連
に
お
い
て
練
り
上
げ
る
こ
と
を
試
み
る
。

　

以
下
で
は
、
三
節
を
か
け
て
徐
々
に
焦
点
を
し
ぼ
り
な
が
ら
テ
ク
ス
ト
を
読
み
す
す
め
て
ゆ
く
。
ま
ず
、（
一
）
一
八
九
〇

年
代
前
半
か
ら
一
九
三
八
年
ま
で
の
フ
ロ
イ
ト
の
多
様
な
著
作
（
症
例
研
究
、
文
化
論
、
文
学
作
品
論
、
高
度
に
理
論
的
な
論
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考
な
ど
）
に
「
よ
る
べ
な
い
」
あ
る
い
は
「
よ
る
べ
な
さ
」
の
語
が
登
場
す
る
様
子
を
概
観
し
、
つ
い
で
、（
二
）
う
ち
、
い

く
つ
か
の
テ
ク
ス
ト
が
論
じ
て
い
る
幼
児
の
「
よ
る
べ
な
さ
」
を
、「
外
か
ら
の
助
け
の
介
入
」
お
よ
び
「
充
足
体
験
」
と
い

う
契
機
と
と
も
に
そ
れ
が
構
成
す
る
三
幅
対
の
理
論
の
な
か
で
確
認
し
、
そ
し
て
、（
三
）「
心
理
学
草
案
」（
一
八
九
五
年
）

と
『
夢
解
釈
』（
一
九
〇
〇
年
）
が
そ
れ
ぞ
れ
に
呈
示
す
る
そ
の
「
よ
る
べ
な
き
幼
児
」
の
理
論
を
さ
ら
に
詳
し
く
検
討
し
、

比
較
を
通
じ
て
二
つ
の
あ
い
だ
に
差
異
を
う
か
び
あ
が
ら
せ
る
こ
と
を
試
み
る
。

　

読
解
の
な
か
で
は
、
身
体
的
欲
求
の
前
提
に
顕
著
に
表
れ
て
い
る
、
生
物
学
へ
の
依
拠
と
も
み
な
さ
れ
う
る
フ
ロ
イ
ト
の
態

度
に
注
目
す
る
。
ま
た
、
心
理
学
的
理
論
の
構
築
に
お
い
て
生
物
学
的
言
説
が
介
入
す
る
現
場
と
し
て
「
よ
る
べ
な
き
幼
児
」

を
問
う
。
最
終
的
に
は
、
ま
さ
に
現
場
と
し
て
そ
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
を
問
い
う
る
こ
と
を
予
想
し
な
が
ら
、
さ
ら
な
る
探
究
に

向
け
て
ひ
と
つ
の
仮
説
を
呈
示
し
た
い
。

一
　「
よ
る
べ
な
さ
」
一
八
九
三
─
一
九
三
八
年

　

フ
ロ
イ
ト
の
ド
イ
ツ
語
全
集
は
、
一
八
八
〇
年
代
後
半
の
テ
ク
ス
ト
か
ら
数
点
が
選
ば
れ
て
い
る
も
の
の
、
お
お
む
ね

一
八
九
〇
年
前
後
か
ら
一
九
三
八
年
ま
で
の
著
作
物
を
網
羅
し
て
所
収
し
て
い
る

（
（
（

。
ほ
ぼ
同
じ
テ
ク
ス
ト
を
収
め
て
い
る
英
訳

の
呼
称
に
な
ら
え
ば
、
そ
れ
ら
は
フ
ロ
イ
ト
の
「
心
理
学
的

（
（
（

」
著
作
を
網
羅
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。「
よ
る
べ
な

い
」
あ
る
い
は
「
よ
る
べ
な
さ
」
の
語
は
、
催
眠
療
法
の
一
実
践
と
そ
の
成
果
に
つ
い
て
の
一
八
九
三
年
の
報
告
に
は
じ
ま
り

一
九
三
八
年
の
精
神
分
析
の
概
説
書
の
草
稿
ま
で
、
そ
の
心
理
学
的
著
作
の
そ
こ
か
し
こ
に
、
ま
た
空
白
期
間
を
お
く
こ
と
な

く
登
場
す
る
。
本
節
で
は
、
い
く
つ
か
の
視
点
か
ら
そ
の
様
子
を
眺
め
、
複
数
の
俯
瞰
図
を
描
き
な
が
ら
、
そ
の
そ
こ
か
し
こ

0

0

0

0

0

の
登
場
を
あ
る
広
が
り
と
し
て
捉
え
る
こ
と
を
試
み
た
い
。
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は
じ
め
に
先
行
研
究
を
参
照
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
「H

ilflos(igkeit)

」
と
い
う
語
に
つ
い
て
は
今
ま
で
に
多
く
の
注
釈
が
な
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
を
利
用
し
て
こ
こ
で
視
点
を

得
る
こ
と
が
で
き
る

（
（
（

。
ま
ず
注
目
し
た
い
の
は
、
そ
の
語
が
、「
助
け
」
を
意
味
す
る
「H

ilfe

」
と
「
…
が
な
い
」
を
意
味
す

る
「..los
」
を
含
ん
で
お
り
、
そ
の
成
り
立
ち
に
よ
っ
て
「
助
け
が
な
い
」
を
含
意
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
照
ら
し
合
わ

せ
る
と
き
、
フ
ロ
イ
ト
の
著
作
に
お
け
る
「H

ilflos(igkeit)

」
の
登
場
に
つ
い
て
、
暫
定
的
に
で
あ
れ
、
三
つ
の
ケ
ー
ス
を
区

別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
つ
は
、「
助
け
が
な
い
」
と
い
う
そ
の
含
意
を
展
開
し
て
明
ら
か
に
示
す
文
脈
を
と
も
な
う
ケ
ー

ス
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
暗
示
的
に
そ
の
含
意
に
送
り
返
す
文
脈
を
と
も
な
う
ケ
ー
ス
で
あ
り
、
別
の
一
つ
は
、
そ
の
含

意
が
文
脈
と
し
て
ほ
と
ん
ど
形
を
と
っ
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
、
あ
る
感
情
も
し
く
は
情
動
、
気
分
と
し
て
の
「hilflos

」
の
意

味
が
文
脈
で
支
配
的
に
な
っ
て
い
る
ケ
ー
ス
で
あ
る
。
加
え
て
、「H

ilflos(igkeit)

」
が
ド
イ
ツ
語
に
お
い
て
ご
く
一
般
的
に
用

い
ら
れ
る
こ
と
を
と
く
に
考
慮
し
た
い
。
そ
の
考
慮
に
基
づ
い
て
、
や
は
り
暫
定
的
に
で
は
あ
る
が
、
フ
ロ
イ
ト
の
著
作
の
う

ち
に
み
ら
れ
る
も
ろ
も
ろ
の
用
法
を
二
つ
の
仕
方
に
大
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
方
は
、
ド
イ
ツ
語
の
使
用
者
の
だ
れ
に
で

も
あ
り
う
る
だ
ろ
う
語
の
用
い
方
、
術
語
的
と
呼
ぶ
に
は
ほ
ど
遠
い
仕
方
で
あ
る
。
も
う
一
方
は
、
固
有
語
法
と
も
い
う
べ
き

仕
方
で
あ
り
、
こ
れ
に
関
し
て
は
、
次
節
で
く
わ
し
く
み
る
「
よ
る
べ
な
き
幼
児
」
の
定
式
化
に
お
け
る
用
法
が
顕
著
な
例
と

な
っ
て
い
る
。

　

Ａ
・
シ
ュ
ニ
ヴ
ィ
ン
ト
の
モ
ノ
グ
ラ
フ
は
、
と
く
に
二
つ
の
点
で
特
筆
す
べ
き
先
行
研
究
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ

の
モ
ノ
グ
ラ
フ
は
、
フ
ロ
イ
ト
に
お
け
る
「
よ
る
べ
な
さ
」
の
多
義
性
を
比
較
的
幅
広
い
テ
ク
ス
ト
の
な
か
で
探
索
し
て
お
り
、

か
つ
、
そ
の
多
義
性
が
収
斂
す
る
と
こ
ろ
を
考
察
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
著
者
が
主
張
す
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、「
よ
る
べ
な

さ
」
は
厳
密
な
意
味
で
の
精
神
分
析
的
概
念
で
は
な
い

（
（
（

。
そ
れ
は
、「
個
体
的
軸
」
と
「
社
会
文
化
的
軸
」
の
区
別
に
応
じ
な

が
ら
機
能
す
る
「
パ
ラ
ダ
イ
ム
」
で
あ
る

（
（
（

。「
個
体
的
パ
ラ
ダ
イ
ム
」
を
代
表
し
て
い
る
の
は
「
よ
る
べ
な
き
幼
児
」
で
あ
り
、

フ
ロ
イ
ト
の
テ
ク
ス
ト
の
な
か
で
も
と
く
に
「
心
理
学
草
案
」（
一
八
九
五
年
）
が
そ
の
構
造
を
詳
述
し
て
い
る
。「
社
会
文
化
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的
パ
ラ
ダ
イ
ム
」
と
し
て
の
「
よ
る
べ
な
さ
」
は
、
成
人
の
宗
教
的
態
度
を
め
ぐ
る
洞
察
の
枠
組
と
い
う
役
割
に
お
い
て
と
り

わ
け
は
っ
き
り
と
認
め
ら
れ
る
。『
あ
る
錯
覚
の
未
来
』（
一
九
二
七
年
）
や
『
文
化
の
中
の
居
心
地
悪
さ
』（
一
九
二
九
年
）

は
そ
の
枠
組
を
利
用
す
る
と
同
時
に
、
保
護
欲
求
の
起
源
と
し
て
の
父
性
コ
ン
プ
レ
ク
ス
の
指
摘
を
通
じ
て
、
そ
の
構
造
の
さ

ら
に
詳
細
な
記
述
に
と
り
く
ん
で
い
る
。
Ａ
・
シ
ュ
ニ
ヴ
ィ
ン
ト
の
こ
の
読
解
は
、「
よ
る
べ
な
さ
」
を
そ
の
確
定
し
が
た
い

語
義
に
お
い
て
捉
え
る
た
め
に
、
つ
ね
に
か
な
ら
ず
並
存
す
る
二
つ
の
心
理
学
と
し
て
個
人
心
理
学
と
集
団
心
理
学
を
示
し
な

が
ら
フ
ロ
イ
ト
が
堅
持
し
た
区
別（

（
（

を
応
用
し
た
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。
同
様
に
、
た
と
え
そ
れ
が
フ
ロ
イ
ト
の
著
作
の
う
ち

の
「
よ
る
べ
な
さ
」
の
登
場
箇
所
の
す
べ
て
を
と
り
あ
げ
て
い
な
い
と
し
て
も
、
二
つ
の
「
パ
ラ
ダ
イ
ム
」
と
そ
の
生
成
を
探

る
と
い
う
展
望
の
も
と
で
そ
れ
ら
を
踏
査
し
俯
瞰
す
る
と
い
う
可
能
性
を
こ
こ
で
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

右
に
加
え
て
、
観
察
記
述
と
理
論
な
い
し
理
論
的
思
弁
の
区
別
と
仮
に
呼
び
う
る
も
の
（
以
下
で
は
省
略
的
に
記
述
と
理
論

の
区
別
と
も
記
す

（
（（
（

）
に
基
づ
く
別
の
視
点
も
利
用
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
具
体
的
な
応
用
を
探
り
な
が
ら
、
そ
の
導
入
を

こ
こ
で
試
み
よ
う
。

　

い
く
つ
か
の
「
よ
る
べ
な
さ
」
は
、
語
の
成
り
立
ち
に
由
来
す
る
「
助
け
が
な
い
」
と
い
う
意
味
を
明
示
的
に
し
な
が
ら
、

無
力
で
あ
り
お
手
上
げ
で
あ
る
と
い
う
状
況
の
記
述

0

0

0

0

0

の
一
部
と
し
て
登
場
し
て
い
る
。
あ
る
文
化
論
の
一
節
に
は
次
の
よ
う
な

一
節
が
み
ら
れ
る
。「
自
然
は
、〔
…
〕
わ
れ
わ
れ
が
文
化
作
業
に
よ
っ
て
脱
却
し
よ
う
と
考
え
て
い
た
自
分
た
ち
の
ひ
弱
さ
と

よ
る
べ
な
さ
を
、
あ
ら
た
め
て
我
々
の
眼
前
に
突
き
つ
け
る

（
（（
（

」。
別
の
場
合
に
は
、
あ
る
感
情
も
し
く
は
情
動
、
気
分
の
記
述
、

よ
り
慎
重
に
述
べ
る
な
ら
ば
、
感
じ
ら
れ
た
な
に
か
の
記
述

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

が
行
わ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
フ
ロ
イ
ト
は
、
散
歩
中
に
意
図

に
反
し
て
同
じ
通
り
に
何
度
も
行
き
着
い
て
し
ま
う
と
い
う
経
験
に
お
い
て
「
よ
る
べ
な
さ
と
不
気
味
さ
と
い
う
感
情

（
（（
（

」
を
自

分
が
覚
え
た
こ
と
を
報
告
し
て
い
る
。
状
況
と
感
情
（
も
し
く
は
情
動
、
気
分
）
と
い
う
、
こ
こ
に
試
み
た
区
別
は
、
読
み
方

に
よ
っ
て
は
か
な
ら
ず
し
も
明
瞭
で
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
両
方
の
用
途
に
応
じ
て
い
る
か
ぎ
り
に
お

い
て
第
三
の
場
合
を
構
成
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
例
、
つ
ま
り
、
状
況
と
感
情

0

0

0

0

0

（
も
し
く
は
情
動
、
気
分
）
の
記
述
に
同
時
に

0

0

0

0

0

0

0
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あ
て
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
「
よ
る
べ
な
さ
」
も
少
な
か
ら
ず
あ
る
。
た
と
え
ば
、
あ
る
症
例
研
究
が
呈
示
す
る
生
活
史

で
は
、
女
性
患
者
が
「
自
分
の
よ
る
べ
な
さ
、
失
わ
れ
た
幸
せ
の
埋
め
合
わ
せ
を
母
親
に
与
え
る
能
力
が
自
分
に
は
な
い
と
い

う
こ
と
を
〔
…
〕
実
感
し
た

（
（（
（

」
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
性
活
動
の
発
達
に
つ
い
て
の
あ
る
所
見
で
は
、
幼
い
子
ど
も

が
「
よ
る
べ
な
い
自
分
を
救
っ
て
く
れ
、
自
分
の
欲
求
を
満
足
さ
せ
て
く
れ
、
つ
ま
り
は
愛
し
て
く
れ
る
よ
う
な
人
物
た
ち
が

い
る
と
い
う
こ
と
を
学
ぶ

（
（（
（

」
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　
「
よ
る
べ
な
さ
」
の
別
の
い
く
つ
か
は
、
記
述
的
と
は
い
い
が
た
い
仕
方
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
を
こ
こ
で
は
「
理

論
」
と
い
う
語
で
標
し
づ
け
て
区
別
し
た
い
。
二
つ
例
を
引
こ
う
。
思
弁
的
と
フ
ロ
イ
ト
が
位
置
づ
け
る
テ
ク
ス
ト
で
は
、
心

的
審
級
と
し
て
の
「
自
我
」
が
「
超
自
我
」
と
「
エ
ス
」
と
い
う
他
の
二
つ
の
心
的
審
級
か
ら
「
攻
め
立
て
ら
れ
」
る
な
ら
ば

「
よ
る
べ
な
い

0

0

0

0

0

」
あ
り
さ
ま
に
な
る
こ
と
が
論
じ
ら
れ
て
い
る

（
（（
（

。
ま
た
、
あ
る
文
化
論
が
論
じ
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、「
神
々
に

自
分
の
保
護
を
ゆ
だ
ね
る
」
よ
う
に
人
を
駆
り
立
て
て
い
る
「
成
人
の
よ
る
べ
な
さ
」
は
「
幼
児
の
よ
る
べ
な
さ
を
継
続
さ
せ

て
い
る

（
（（
（

」。
こ
こ
で
い
わ
れ
て
い
る
「
成
人
の
よ
る
べ
な
さ
」
は
記
述
的
と
み
な
し
う
る
と
し
て
、
そ
れ
か
ら
さ
か
の
ぼ
っ
て

過
去
の
う
ち
に
指
し
示
さ
れ
た
「
幼
児
の
よ
る
べ
な
さ
」
を
、
同
様
の
意
味
で
記
述
さ
れ
た
も
の
と
呼
ぶ
こ
と
は
き
わ
め
て
困

難
で
あ
る
。

　

こ
れ
ま
で
に
み
て
き
た
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
な
が
ら
視
点
を
練
り
直
す
こ
と
に
し
よ
う
。
二
つ
前
の
段
落
の
最
後
で
は
、
記0

述
さ
れ
た

0

0

0

0

幼
児
の
よ
る
べ
な
さ
を
、
そ
し
て
直
前
の
段
落
で
は
理
論
的
表
象

0

0

0

0

0

と
し
て
の
「
幼
児
の
よ
る
べ
な
さ
」
を
認
め
る
こ

と
が
で
き
た
。
そ
の
二
つ
の
「
よ
る
べ
な
さ
」
の
相
互
的
な
位
置
づ
け
は
、
記
述
が
理
論
に
先
行
す
る
と
い
う
時
間
的
な
関
係
、

あ
る
い
は
、
具
体
的
な
記
述
の
数
々
と
そ
の
抽
象
化
に
よ
っ
て
錬
成
さ
れ
る
理
論
と
い
う
関
係
を
参
照
す
る
だ
け
で
は
十
分
に

規
定
で
き
な
い
。
別
の
言
い
方
を
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
二
つ
の
分
節
は
さ
ら
な
る
検
討
を
要
す
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
る
に
、

フ
ロ
イ
ト
は
、
幼
児
期
よ
り
後
に
生
じ
る
「
よ
る
べ
な
さ
」
の
う
ち
の
少
な
か
ら
ぬ
数
に
つ
い
て
、
幼
児
の
よ
る
べ
な
さ
の
延

長
な
い
し
反
復
の
問
い
を
立
て
て
い
る
。
そ
れ
は
、
今
し
が
た
の
引
用
に
み
ら
れ
る
と
お
り
で
あ
り
、
ま
た
、
成
人
の
宗
教
的
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態
度
を
論
じ
る
と
こ
ろ
で
「
パ
ラ
ダ
イ
ム
」
と
し
て
機
能
す
る
「
よ
る
べ
な
さ
」
を
Ａ
・
シ
ュ
ニ
ヴ
ィ
ン
ト
が
強
調
し
え
た
こ

と
に
示
さ
れ
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
相
当
数
の
「
よ
る
べ
な
さ
」
が
二
つ
の
幼
児
期
の
「
よ
る
べ
な
さ
」
の

分
節
と
い
う
問
題
へ
と
関
連
づ
け
ら
れ
る
、
い
や
む
し
ろ
、
そ
の
分
節
を
中
心
に
し
て
あ
る
問
題
が
広
が
っ
て
い
る
と
い
う
こ

と
に
な
る
。

　

た
だ
し
、
心
的
審
級
と
し
て
の
「
自
我
」
の
「
よ
る
ベ
な
さ
」
に
関
し
て
は
本
稿
で
は
探
究
を
先
送
り
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

そ
れ
は
、
一
九
二
〇
年
以
降
の
テ
ク
ス
ト
で
は
っ
き
り
（
と
は
つ
ま
り
、「
エ
ス
」
お
よ
び
「
超
自
我
」
と
い
う
概
念
と
と
も

に
）
現
わ
れ
る
用
例
だ
か
ら
で
あ
り
、
む
す
び
で
述
べ
る
よ
う
に
、
本
稿
で
は
そ
れ
ら
の
テ
ク
ス
ト
を
扱
う
こ
と
が
ほ
と
ん
ど

で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
フ
ロ
イ
ト
が
い
う
「
自
我
」
そ
れ
自
体
に
つ
い
て
理
論
と
記
述
の
分
節
の
問
い
と
発
生
の
問
い
と
を

立
て
う
る
こ
と

（
（（
（

に
注
意
を
喚
起
し
て
、
先
送
り
を
正
当
化
す
る
だ
け
に
こ
こ
で
は
と
ど
め
た
い
。

二
　「
よ
る
べ
な
き
幼
児
」
と
生
物
学
主
義
の
展
開

　

前
節
で
と
り
あ
げ
た
著
作
群
で
フ
ロ
イ
ト
は
幾
度
と
な
く
幼
児
期
の
よ
る
ベ
な
さ
に
言
及
し
て
い
る
。
し
か
し
「
よ
る
べ
な

き
幼
児
」
と
い
う
言
い
回
し
に
よ
っ
て
本
稿
で
問
題
に
す
る
の
は
、
そ
の
も
ろ
も
ろ
の
言
及
の
う
ち
の
一
部
、
つ
ま
り
、
欲
求

の
解
消
と
し
て
の
充
足

0

0

に
い
た
る
ま
で
の
展
開
を
明
示
す
る
文
脈
を
と
も
な
う
「
よ
る
べ
な
さ
」
と
、
そ
れ
が
生
じ
る
場
所

と
し
て
の
「
幼
児
」
で
あ
る
。
こ
の
「
よ
る
べ
な
き
幼
児
」
は
、
一
八
九
五
年
の
「
心
理
学
草
案
」
と
一
九
〇
〇
年
の
『
夢
解

釈
』
で
も
っ
と
も
明
瞭
に
論
じ
ら
れ
、
一
九
〇
五
年
の
『
性
理
論
三
篇
』
で
は
き
わ
め
て
省
略
的
に
、
一
九
一
五
年
の
「
欲
動

と
欲
動
運
命
」、
つ
い
で
一
九
二
五
年
の
『
制
止
、
症
状
、
不
安
』
で
は
漸
次
複
雑
さ
を
増
し
な
が
ら
呈
示
さ
れ
て
い
る

（
（（
（

。
本

節
で
は
、
こ
の
定
式
の
図
式
的
な
読
解
の
の
ち
、
理
論

0

0

と
し
て
の
そ
の
位
置
づ
け
を
確
認
し
、
ま
た
そ
の
理
論
構
造
を
考
察
す

る
。
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今
挙
げ
た
テ
ク
ス
ト
の
読
解
か
ら
は
、
よ
る
べ
な
き
幼
児
の
定
式
に
関
し
て
そ
の
ど
れ
に
も
応
用
で
き
る
図
式
を
引
き
出
す

こ
と
が
で
き
る
。
五
つ
の
テ
ー
マ
を
指
し
示
し
な
が
ら
そ
の
図
式
を
呈
示
す
る
な
ら
ば
こ
の
と
お
り
で
あ
る
。
ま
ず
、
空
腹
や

渇
き
な
ど
の
身
体
的
欲
求
の
発
生
と
い
う
前
提
が
あ
る
。
つ
い
で
、
そ
の
身
体
的
欲
求
を
み
ず
か
ら
で
は
満
た
し
え
な
い
こ
と

を
い
う
よ
る
べ
な
さ

0

0

0

0

0

、
栄
養
供
給
な
ど
の
形
を
と
っ
た
外
か
ら
の
助
け
の
介
入

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
（
（（
（

そ
の
助
け
の
結
果
と
し
て
生
じ
る
欲
求
の
解

消
あ
る
い
は
充
足

0

0

、
と
い
う
三
つ
の
契
機
を
指
し
示
す
命
題
が
あ
る
。
そ
し
て
最
後
に
、
そ
の
充
足
体
験
が
の
ち
の
充
足
の
原

型
で
あ
る
こ
と
、
換
言
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
に
再
現
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
以
降
の
生
の
あ
り
方
を
多
か
れ
少
な

か
れ
規
定
す
る
こ
と
を
い
う
結
論
的
な
命
題
が
あ
る
。

　

こ
こ
に
拾
い
あ
げ
た
諸
命
題
が
理
論
的

0

0

0

で
あ
る
こ
と
を
ま
ず
確
認
し
よ
う
。
前
提
と
三
つ
の
契
機
に
つ
い
て
の
命
題
と
は
、

も
と
を
辿
れ
ば
な
ん
ら
か
の
観
察
に
ゆ
き
つ
き
う
る
か
も
し
れ
な
い
と
し
て
も
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
も
ろ
も
ろ
の
具
体
的
な
記

述
か
ら
あ
る
程
度
の
抽
象
化
を
経
て
定
式
化
さ
れ
て
い
る
に
ち
が
い
な
い
。
し
か
し
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
最
後
の
反
復
に
つ

い
て
の
命
題
は
、
同
じ
意
味
で
理
論
的
で
あ
る
の
で
は
な
く
、
い
っ
そ
う
思
弁
的
な
性
格
を
も
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
、

後
年
の
出
来
事
と
そ
の
記
述
の
可
能
性
を
前
提
す
る
こ
と
な
く
し
て
定
式
化
さ
れ
え
ず
、
ま
た
、
充
足
体
験
と
そ
の
反
復
と
い

う
二
つ
の
時
間
を
含
意
し
て
い
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
観
察
記
述
（
と
そ
の
抽
象
化
）
に
も
っ
ぱ
ら
基
づ
く
も
の
で
は
決
し
て

な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
は
、
理
論
構
築
全
体
の
意
義
に
と
っ
て
決
定
的
に
重
要
な
命
題
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
そ

も
そ
も
フ
ロ
イ
ト
が
試
み
て
い
る
の
は
心
理
学
理
論
の
構
築
で
あ
り
、
そ
し
て
、
よ
る
べ
な
き
幼
児
の
理
論
は
そ
の
最
後
の
命

題
と
と
も
に
、
よ
う
や
く
、
記
憶
と
い
う
、
心
理
学
的
と
呼
ば
れ
る
領
域
で
広
く
扱
わ
れ
て
き
た
問
題
の
ひ
と
つ
の
定
式
化
に

通
じ
て
い
る
こ
と
を
示
し
う
る
か
ら
で
あ
る
。

　

さ
て
、
そ
の
よ
る
べ
な
き
幼
児
の
理
論
構
造
を
考
察
し
た
い
が
、
そ
れ
に
先
立
っ
て
、
ま
ず
、
生
物
学
的
言
説
と
生
物
学
主

義
と
い
う
観
点
を
導
入
し
よ
う
。
以
前
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
フ
ロ
イ
ト
は
、
み
ず
か
ら
の
探
究
が
明
ら
か
に
し
た
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も
の
を
生
物
学
的
な
用
語
で
呈
示
し
、
ま
た
実
際
に
「
生
物
学
」
と
い
う
語
を
用
い
る
こ
と
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
彼
い
わ
く
、

神
経
症
の
発
症
に
関
わ
る
三
つ
の
要
因
の
ひ
と
つ
で
あ
る
「
生
物
学
的
要
因
は
、
人
間
の
幼
児
の
長
引
い
た
よ
る
べ
な
さ
と
依

存
性

（
（（
（

」
で
あ
る
。
本
稿
で
生
物
学
的
言
説
と
生
物
学
主
義
と
呼
ぶ
の
は
、
そ
う
し
た
言
辞
を
含
む
言
説
と
、
そ
う
し
た
言
説
に

表
れ
て
い
る
な
ん
ら
か
の
生
物
学
的
知
見
に
訴
え
よ
う
と
す
る
態
度
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
呼
び
方
に
関
し
て
、
次
に
引
用
す

る
も
の
を
は
じ
め
と
す
る
い
く
つ
か
の
研
究
を
参
考
に
し
て
い
る
こ
と
を
こ
こ
に
明
記
す
る
。

　

少
な
か
ら
ぬ
数
の
読
者
た
ち
に
と
っ
て
、
フ
ロ
イ
ト
の
生
物
学
主
義
は
、
既
存
の
学
問
領
域

0

0

0

0

0

0

0

た
る
生
物
学
に
訴
え
、
依
拠

す
る
態
度
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
よ
る
べ
な
き
幼
児
の
理
論
は
そ
の
態
度
に
関
し
て
、
唯
一
の
で
は
な
い
に
し
て

も
、
問
題
に
す
べ
き
重
要
な
ケ
ー
ス
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
二
、三
の
例
を
引
こ
う
。
Ｐ
・
エ
メ
シ
ェ
ー
ル
は
一
九
六
五
年
の
書

物
で
、
一
八
八
〇
年
代
前
半
に
フ
ロ
イ
ト
が
解
剖
学
の
研
究
に
利
用
し
て
い
た
研
究
所
の
所
長
で
あ
っ
た
マ
イ
ネ
ル
ト
の
仕
事

に
注
目
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
外
界
の
知
識
の
獲
得
に
対
応
す
る
大
脳
皮
質
の
過
程
を
研
究
し
、
と
く
に
、
個
体
が
諸
欲
求

を
み
た
す
た
め
に
外
界
を
ど
の
よ
う
に
利
用
す
る
か
に
つ
い
て
、
空
腹
の
乳
児
に
お
け
る
吸
い
方
の
学
習
を
例
に
と
り
な
が

ら
論
じ
た
仕
事
で
あ
る

（
（（
（

。
エ
メ
シ
ェ
ー
ル
が
総
合
的
に
判
断
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
よ
る
ベ
な
さ
と
充
足
体
験
の
理
論
を
含

む
、
一
八
九
〇
年
代
か
ら
一
九
〇
〇
年
代
前
半
に
フ
ロ
イ
ト
が
展
開
し
た
理
論
的
思
索
は
、
神
経
機
能
に
つ
い
て
の
マ
イ
ネ
ル

ト
の
基
本
的
な
考
え
か
ら
脱
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
Ｆ
・
Ｊ
・
サ
ロ
ウ
ェ
イ
は
、
そ
の
よ
く
知
ら
れ
た
著
作
の
な
か
で
エ
メ

シ
ェ
ー
ル
の
結
論
を
引
き
受
け

（
（（
（

、
さ
ら
に
、
一
九
一
〇
年
代
以
降
の
仕
事
に
お
い
て
も
フ
ロ
イ
ト
が
生
物
学
的
用
語
と
「
生
物

学
」
の
語
を
と
き
お
り
用
い
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
な
が
ら
そ
れ
を
拡
大
し
、
心
理
学
者
フ
ロ
イ
ト
と
は
「
隠ク

リ
プ
トれ

生
物
学
者

（
（（
（

」

に
ほ
か
な
ら
な
い
と
総
括
し
て
い
る
。
フ
ロ
イ
ト
の
理
論
は
、
実
際
の
と
こ
ろ
、
フ
ロ
イ
ト
が
心
理
療
法
と
心
理
学
の
道
を
本

格
的
に
歩
み
出
す
以
前
に
学
ん
だ
自
然
諸
科
学
の
理
論
の
ブ
リ
コ
ラ
ー
ジ
ュ
に
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ひ
る
が
え
っ
て
分
析

家
Ｊ
・
ラ
プ
ラ
ン
シ
ュ
に
よ
る
フ
ロ
イ
ト
の
生
物
学
的
言
説
の
批
判
的
読
解
の
う
ち
に
は
ま
っ
た
く
別
種
の
例
が
認
め
ら
れ
る
。

彼
に
よ
れ
ば
、
他
者
に
向
か
う
傾
向
を
、
生
じ
た
身
体
的
欲
求
の
直
接
的
な
結
果
と
し
て
説
明
す
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
フ
ロ
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イ
ト
の
生
物
学
主
義
は
「
性
欲
動
の
内
因
主
義

（
（（
（

」
を
含
ん
で
い
る
。
そ
し
て
彼
自
身
が
構
築
す
る
の
は
、
そ
の
種
の
態
度
を
排

除
し
た
精
神
分
析
理
論
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
、
母
子
の
あ
い
だ
で
生
じ
る
ト
ラ
ウ
マ
的
出
来
事
と
し
て
誘
惑
を
措
定
し
、

そ
の
出
来
事
を
契
機
と
し
て
発
生
す
る
も
の
と
し
て
性
欲
動
を
規
定
す
る

（
（（
（

。
か
く
し
て
、
そ
の
試
み
は
、
心
的
生
の
始
ま
り
を

可
能
に
す
る
も
の
と
し
て
他
者
の
介
入
を
十
全
に
分
節
化
し
、
起
源
論
と
他
者
論
を
同
時
に
完
成
さ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
に

な
っ
て
い
る
。

　

で
は
、
よ
る
べ
な
き
幼
児
の
理
論
の
構
造
を
、
生
物
学
的
言
説
と
心
理
学
的
分
節
の
取
り
合
わ
せ
と
い
う
観
点
か
ら
考
察
し

よ
う
。
つ
ま
り
、
こ
の
理
論
に
お
い
て
は
、
欲
求
の
出
現
か
ら
そ
の
解
消
、
そ
し
て
そ
の
反
復
ま
で
の
過
程
が
、
そ
の
二
種
の

言
説
に
お
い
て
同
時
に
呈
示
さ
れ
て
い
る
と
み
な
す
観
点
で
あ
る
。
今
し
が
た
み
た
読
解
も
そ
の
観
点
を
利
用
し
て
い
る
と
言

え
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
ら
に
よ
る
な
ら
ば
、
よ
る
べ
な
き
幼
児
の
理
論
は
、
心
理
学
的
言
説
の
外
見
を
も
つ
生
物
学
的
言
説

に
存
し
て
い
る
、
あ
る
い
は
、
生
物
学
的
言
説
を
（
不
当
に
も
）
と
も
な
う
心
理
学
的
言
説
に
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、

二
種
の
言
説
が
見
出
さ
れ
る
こ
と
を
、
依
然
と
し
て
、
し
か
し
別
様
に
強
調
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
記
述
と
理
論
の
相
互

の
位
置
づ
け
と
分
節
と
い
う
問
題
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
た
前
節
の
概
観
を
思
い
出
そ
う
。
そ
の
と
き
に
は
、
よ
る
べ
な
き

幼
児
の
理
論
に
そ
の
問
題
が
も
ち
こ
さ
れ
た
こ
と
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
そ
の
理
論
は
、
記
述
に
基
づ
き
う
る

諸
命
題
と
、
そ
れ
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
か
ら
し
て
記
述
の
み
に
基
づ
く
と
い
う
こ
と
が
決
し
て
な
い
命
題
と
か
ら
な
っ
て
い
る
。

さ
て
、
生
物
学
的
言
説
は
、
充
足
と
そ
の
反
復
と
が
同
じ
場
で
生
じ
る
こ
と
を
言
い
表
す
こ
と
を
可
能
に
し
て
い
る
。
心
理
学

的
言
説
は
、
生
に
到
来
す
る
あ
る
出
来
事
が
か
つ
て
の
な
に
か
の
反
復
で
あ
る
と
主
張
す
る
た
め
の
言
葉
遣
い
を
提
供
し
て
い

る
。
二
種
の
言
説
が
ど
の
よ
う
に
分
節
化
さ
れ
る
か
は
ま
だ
必
ず
し
も
明
瞭
で
な
い
。
し
か
し
、「
よ
る
べ
な
さ
」
を
め
ぐ
る

記
述
と
理
論
の
分
節
の
問
題
が
、
よ
る
べ
な
き
幼
児
の
理
論
0

0

の
構
築
に
お
い
て
生
物
学
的
言
説
と
心
理
学
的
言
説
の
分
節
の
問

題
と
し
て
翻
訳
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
す
で
に
指
摘
で
き
る
の
で
あ
っ
て
、
ま
た
、
そ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
二
種
の
言
説
の
分

節
が
明
瞭
で
な
い
と
し
て
も
、
そ
の
理
論
が
そ
れ
ら
を
取
り
合
わ
せ
て
い
る
の
は
そ
の
構
造
か
ら
し
て

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
と
見
な
し
う
る
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の
で
あ
る
。

三
　「
よ
る
べ
な
き
幼
児
」
と
生
物
学
主
義
の
転
回

　

本
節
で
は
、
前
節
で
と
り
あ
げ
た
テ
ク
ス
ト
の
な
か
で
も
っ
と
も
初
期
に
著
さ
れ
た
二
篇
、「
心
理
学
草
案
」
と
『
夢
解

釈
』
を
順
に
精
読
し
、
つ
い
で
比
較
す
る
。
そ
の
こ
と
を
通
じ
て
、
二
篇
が
そ
れ
ぞ
れ
に
呈
示
す
る
「
よ
る
べ
な
き
幼
児
」
の

理
論
の
あ
い
だ
に
、
生
物
学
的
言
説
の
意
義
に
か
か
わ
る
差
異
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
試
み
る
。

　
「
心
理
学
草
案
」
は
、
一
八
九
五
年
一
〇
月
に
フ
ロ
イ
ト
が
当
時
の
友
人
フ
リ
ー
ス
に
宛
て
て
手
紙
と
と
も
に
送
付
し
た
草

稿
で
あ
る
。
導
入
部
で
述
べ
ら
れ
る
と
お
り
、
そ
れ
は
、
量
と
ニ
ュ
ー
ロ
ン
と
い
う
表
象
を
用
い
て
「
自
然
科
学
的
な
心
理

学
（
（（
（

」
を
構
築
す
る
こ
と
を
企
図
し
て
い
る
。
そ
の
企
図
に
し
た
が
っ
て
、
続
く
諸
節
で
フ
ロ
イ
ト
は
、
外
的
刺
激
と
「
身
体

内
部
の
細
胞
要
素

（
（（
（

」
に
由
来
す
る
内
因
性
の
刺
激
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
受
容
と
、
受
容
に
ひ
き
つ
づ
い
て
増
大
す
る
（
興

奮
）
量
を
論
じ
る
。
ま
た
ニ
ュ
ー
ロ
ン
を
φ
、
ψ
、
ω
の
三
種
に
区
別
し
、
う
ち
ψ
を
「
記
憶
の
担
い
手
、
お
そ
ら
く
心
的

過
程
一
般
の
担
い
手

（
（（
（

」
で
あ
る
と
す
る
。
さ
ら
に
ψ
に
つ
い
て
下
位
分
類
を
設
け
る
。
す
な
わ
ち
、
外
的
刺
激
が
到
達
す
る

ニ
ュ
ー
ロ
ン
（
φ
ニ
ュ
ー
ロ
ン
）
群
か
ら
備
給
を
受
け
る
外
套
ニ
ュ
ー
ロ
ン
と

0

0

0

0

0

0

0

0

、
内
因
性
の
伝
導
路
か
ら
備
給
を
受
け
る
中
核
0

0

ニ
ュ
ー
ロ
ン

0

0

0

0

0

と
い
う
分
類
で
あ
る

（
（（
（

。

　

よ
る
べ
な
き
幼
児
の
理
論
は
、
ψ
ニ
ュ
ー
ロ
ン
の
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
の
あ
い
だ
に
な
ん
ら
か
の
連
絡
が
成
立
す
る
こ
と
を
い

う
理
論
と
し
て
現
わ
れ
る
。「
充
足
体
験
」
と
題
さ
れ
た
節
か
ら
二
つ
の
パ
ッ
セ
ー
ジ
を
引
用
し
よ
う
。

助
け
を
も
た
ら
し
う
る
個
体
が
、
外
的
世
界
で
の
特
異
的
行
為
の
作
業
を
よ
る
べ
な
き
個
体
の
た
め
に
行
っ
て
や
る
と
、
そ
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の
よ
る
べ
な
き
個
体
は
反
射
の
仕
組
み
を
通
じ
、
内
因
性
の
刺
激
除
去
に
必
要
な
働
き
を
自
分
の
身
体
内
部
に
お
い
て
造
作

な
く
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
反
射
的
遂
行
を
も
っ
て
こ
の
全
体
が
充
足
体
験

0

0

0

0

を
体
現
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
個
体

の
機
能
発
達
に
と
っ
て
き
わ
め
て
決
定
的
な
帰
結
を
有
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
三
つ
の
こ
と
が
ψ
系
に
起
こ
る
。
一
、
持
続

効
果
の
あ
る
放
散
が
な
さ
れ
、〔
…
〕
圧
迫
に
終
止
符
が
打
た
れ
る
。
二
、
外
套
部

0

0

0

に
お
い
て
、
あ
る
対
象
の
知
覚
に
対
応

し
て
ひ
と
つ
（
な
い
し
複
数
の
）
ニ
ュ
ー
ロ
ン
に
備
給
が
生
じ
る
。
三
、
特
異
的
行
為
に
続
い
て
誘
発
さ
れ
た
反
射
運
動
の

放
散
情
報
が
、
外
套
部

0

0

0

の
他
の
部
位
に
入
っ
て
く
る
。
つ
い
で
こ
れ
ら
の
備
給
と
中
核
ニ
ュ
ー
ロ
ン

0

0

0

0

0

0

0

と
の
あ
い
だ
に
通
道
が

形
成
さ
れ
る

（
（（
（

。

こ
う
し
て
充
足
体
験
を
通
じ
、〔
対
象
像
と
運
動
像
と
い
う
〕
二
つ
の
想
起
像
と
、
衝
迫
の
状
態
で
備
給
さ
れ
る
中
核
ニ
ュ
ー

ロ
ン
の
間
に
通
道
が
生
じ
る
。〔
…
〕
衝
迫

0

0

状
態
な
い
し
欲
望
0

0

状
態
が
再
出
現
す
る
と
、
備
給
は
二
つ
の
想
起
へ
も
移
行
し
、

そ
れ
を
生
気
づ
け
る
。
欲
望
に
よ
っ
て
生
気
づ
け

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ら
れ
る
の
は
、
ま
ず
は
対
象
の
想
起
像
の
ほ
う
で
あ
ろ
う

（
（（
（

。

こ
の
理
論
に
よ
れ
ば
、
ま
ず
起
源
の
充
足
体
験
に
お
い
て
中
核
ニ
ュ
ー
ロ
ン
と
外
套
部
の
ニ
ュ
ー
ロ
ン
の
あ
い
だ
に
通
道
が
形

成
さ
れ
、
以
降
、
欲
求
が
あ
ら
た
に
生
じ
る
と
き
に
は
そ
の
同
じ
通
道
が
利
用
さ
れ
て
欲
求
の
解
消
た
る
充
足
が
目
指
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
。
こ
の
理
論
は
、
起
源
的
体
験
と
後
年
の
出
来
事
を
同
様
の
仕
方
で
表
象
す
る
理
論
で
あ
っ
て
、
た
と
え
ば
、
フ

ロ
イ
ト
が
こ
こ
で
い
う
外
套
部
の
ニ
ュ
ー
ロ
ン
は
、
起
源
的
体
験
に
お
い
て
、
そ
し
て
そ
れ
以
降
も
つ
ね
に
、
外
的
世
界
の
知

覚
に
応
じ
て
備
給
さ
れ
る
ニ
ュ
ー
ロ
ン
な
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、『
夢
解
釈
』
は
一
八
九
〇
年
代
の
終
わ
り
に
執
筆
さ
れ
た
書
物
で
あ
り
、
心
理
学
的
考
察
に
あ
て
ら
れ
た
第
七
章
を

最
終
章
と
し
て
い
る

（
（（
（

。「
心
理
学
草
案
」
と
比
較
し
た
と
き
に
す
ぐ
に
目
に
つ
く
の
は
、
そ
の
章
が
、
ニ
ュ
ー
ロ
ン
と
い
う
表

象
を
理
論
構
築
の
根
本
に
し
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
よ
る
べ
な
き
幼
児
の
理
論
は
異
な
る
言
葉
遣
い
で
呈
示
さ
れ
て
お
り
、
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充
足
体
験
と
い
う
出
口
に
関
し
て
も
同
様
で
あ
る
。
該
当
箇
所
を
引
用
す
る
な
ら
ば
こ
の
と
お
り
で
あ
る
。

生
の
必
要
は
ま
ず
、
主
要
な
身
体
的
欲
求
の
形
式
で
装
置
に
到
来
す
る
。
内
的
欲
求
が
打
ち
立
て
る
興
奮
は
、〔
…
〕
運
動

性
の
う
ち
に
放
出
を
探
し
求
め
る
。
空
腹
の
幼
児
が
よ
る
べ
な
く
叫
び
、
手
足
を
ば
た
つ
か
せ
る
。
し
か
し
状
況
は
変
わ
ら

な
い
〔
…
〕。
転
回
が
到
来
す
る
の
は
よ
う
や
く
、
な
ん
ら
か
の
途
を
介
し
て
、
幼
児
に
お
い
て
は
他
か
ら
の
助
け
を
通
じ

て
、
内
的
刺
激
を
抹
消
す
る
充
足
体
験

0

0

0

0

が
経
験
さ
れ
る
と
き
で
あ
る
。
そ
の
体
験
の
本
質
的
構
成
要
素
は
、
あ
る
知
覚
（
こ

こ
で
の
例
で
は
食
物
）
の
出
現
で
あ
り
、
そ
の
記
憶
イ
メ
ー
ジ
は
以
降

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
欲
求
興
奮
の
記
憶
痕
跡
に
関
連
づ
け
ら
れ
る
こ
と

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

に
な
る

0

0

0

。
そ
の
欲
求
が
あ
ら
た
に
生
じ
る
や
い
な
や
、
か
の
知
覚
の
記
憶
イ
メ
ー
ジ
に
あ
ら
た
め
て
備
給
し
、
知
覚
そ
の
も

の
を
あ
ら
た
め
て
喚
起
し
よ
う
と
す
る
、
よ
う
す
る
に
最
初
の
満
足
の
状
況
を
再
建
し
よ
う
と
す
る
心
的
な
動
き
が
、
確
立

さ
れ
た
結
び
つ
き
に
よ
っ
て
生
じ
る
。
そ
の
よ
う
な
動
き
こ
そ
、
わ
れ
わ
れ
が
欲
望
と
呼
ぶ
も
の
で
あ
る

（
（（
（

。

「
欲
求
興
奮
の
記
憶
痕
跡
」
と
あ
る
「
記
憶
イ
メ
ー
ジ
」
の
結
び
つ
き
を
い
う
命
題
は
、
充
足
体
験
と
そ
の
反
復
が
生
じ
る
場

を
言
い
表
す
（
つ
ま
り
生
物
学
的
で
あ
る
）
と
同
時
に
、
以
降
に
生
じ
る
あ
る
生
の
出
来
事
が
か
つ
て
の
あ
る
生
の
出
来
事

の
反
復
で
あ
る
と
主
張
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
て
い
る
（
つ
ま
り
心
理
学
的
言
説
の
出
発
点
と
な
っ
て
い
る
）。
し
か
し
な
が

ら
、
つ
づ
く
パ
ッ
セ
ー
ジ
と
と
も
に
構
成
す
る
文
脈
の
な
か
に
位
置
づ
け
る
な
ら
ば
、
そ
の
言
辞
を
、
多
く
の
未
規
定
を
と
も

な
っ
た
理
論
的
表
象
と
み
な
し
て
読
み
解
く
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
、
と
く
に
、
起
源
的
な
時
間
に
お
け
る
外
的
世
界
の
問

い
、
よ
り
具
体
的
に
は
、「
記
憶
イ
メ
ー
ジ
」
の
由
来
と
い
う
問
い
を
分
節
化
せ
ず
に
残
し
て
い
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
未
規
定

で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
、
つ
づ
く
段
落
を
読
む
と
明
ら
か
な
よ
う
に
、
フ
ロ
イ
ト
は
こ
の
書
で
も
外
的
世
界
の
問
い
を
考
慮
し
て

い
る
。
つ
ま
り
、
反
復
を
め
ざ
す
心
的
な
動
き
と
し
て
の
欲
望
が
充
足
す
る
た
め
に
は
「
外
的
世
界
か
ら
行
わ
れ
る
、
願
望
さ

れ
た
同
一
性
の
確
立

（
（（
（

」
が
探
し
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
命
題
に
お
い
て
そ
の
問
い
を
明
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
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そ
の
二
次
的
な
時
間
に
つ
い
て
立
て
ら
れ
た
外
的
世
界
の
問
い
を
起
源
的
体
験
に
関
し
て
直
接
的
に
応
用
す
る
可
能
性
を
初
版

の
時
点
で
は
示
し
て
い
な
い
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
一
九
一
九
年
の
第
五
版
の
際
に
追
加
し
た
注
で
は
、
そ
の
外
的
世
界
の
問

い
を
追
究
す
る
に
あ
た
っ
て
は
「
現
実
検
討

（
（（
（

」
と
そ
の
確
立
な
い
し
発
達
と
い
う
問
い
を
中
軸
と
す
る
概
念
装
置
を
利
用
す
る

べ
き
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
に
い
た
っ
て
い
る
。
換
言
す
る
な
ら
ば
、
フ
ロ
イ
ト
は
、
起
源
の
時
間
に
関
し
て
そ
の
問
い
を

応
用
す
る
と
こ
ろ
で
は
あ
る
迂
回
を
経
る
こ
と
を
明
示
的
に
こ
の
注
で
提
案
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

右
に
み
た
二
つ
の
テ
ク
ス
ト
の
あ
い
だ
に
は
数
々
の
差
異
が
あ
る
が
、
本
節
の
ま
と
め
と
し
て
そ
の
う
ち
の
ひ
と
つ
を
と
り

わ
け
強
調
し
よ
う
。
よ
る
べ
な
き
幼
児
の
理
論
が
、
構
造
か
ら
し
て
、
生
物
学
的
言
説
と
心
理
学
的
言
説
を
併
せ
も
つ
こ
と
を

前
節
末
尾
で
は
指
摘
し
た
。
本
節
で
み
た
「
心
理
学
草
案
」
は
、
起
源
と
反
復
の
両
方
の
時
間
に
つ
い
て
同
一
の
ニ
ュ
ー
ロ
ン

の
表
象
を
練
り
上
げ
よ
う
と
す
る
生
物
学
的
言
説
と
、
反
復
を
主
張
す
る
心
理
学
的
言
説
の
連
接
の
可
能
性
を
模
索
す
る
と
い

う
方
向
性
を
示
し
て
い
る
。。『
夢
解
釈
』
は
、
そ
れ
と
異
な
り
、
起
源
的
体
験
の
定
式
化
と
同
時
に
、
二
種
の
言
説
が
連
接
す

る
と
措
定
す
る
。
そ
の
上
で
、
連
接
す
る
と
し
て
は
た
し
て
心
理
学
的
言
説
と
連
接
す
る
生
物
学
的
言
説
は
ど
の
よ
う
で
あ
る

か
と
い
う
問
い
を
あ
ら
た
に
提
起
す
る
。
端
的
に
述
べ
る
な
ら
ば
、
一
九
〇
〇
年
の
テ
ク
ス
ト
に
よ
っ
て
、
生
物
学
的
言
説
は
、

理
論
構
築
に
お
い
て
プ
ロ
ブ
レ
マ
テ
ィ
ク
を
そ
れ
自
体
で
意
味
す
る
も
の
と
し
て
あ
ら
た
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

む
す
び

　

こ
れ
ま
で
の
読
解
を
振
り
返
り
な
が
ら
、
ひ
と
つ
の
仮
説
に
よ
っ
て
本
稿
を
結
ぶ
こ
と
に
し
た
い
。

　

あ
る
観
点
か
ら
と
ら
え
な
お
す
な
ら
ば
、
よ
る
べ
な
き
幼
児
の
理
論
は
、
欲
望
な
い
し
願
望
（der W

unsch

）、
あ
る
い

は
表
象
の
力
と
い
う
も
の
を
、
生
の
経エ

コ
ノ
ミ
ー

済
の
な
か
で
示
し
表
わ
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る

（
（（
（

と
言
え
る
。
そ
の
と
き
、
生
物
学

的
言
説
は
、
そ
う
し
た
努
力
を
一
貫
し
て
支
え
て
い
る
あ
る
態
度
、
な
い
し
あ
る
理
論
的
決
断
を
標
す
も
の
と
し
て
現
わ
れ
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る
。
お
そ
ら
く
、
フ
ロ
イ
ト
に
よ
る
「
生
物
学
」
へ
の
依
拠
は
、
既
存
の
学
問
領
域
と
し
て
の
生
物
学
の
知
の
参
照
を
意
味

し
う
る
だ
ろ
う
。
だ
が
そ
れ
は
つ
ね
に
同
時
に
、
心
理
学
的
言
説
に
よ
っ
て
十
分
に
言
い
表
し
え
な
い
も
の
も
、
い
ず
れ
に
せ

よ
、
生
の
一
環
と
し
て
表
象
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
主
張
も
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
右
に
み
た
よ
う
に
、

一
九
〇
〇
年
の
『
夢
解
釈
』
に
よ
っ
て
は
、
そ
の
後
者
の
意
味
が
決
定
的
に
優
先
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

一
八
九
五
年
と
一
九
〇
〇
年
の
あ
い
だ
に
は
、「
生
物
学
主
義
の
転
回
」、
よ
り
精
確
に
は
そ
の
転
回
の
始
ま
り
を
認
め
る
こ

と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。「
心
理
学
草
案
」
と
『
夢
解
釈
』
の
刊
行
年
を
考
慮
し
た
い
。
前
者
が
フ
ロ
イ
ト
の
死
後
の
一
九
五
〇

年
に
初
め
て
出
版
さ
れ
た
の
に
対
し
て
、
後
者
は
一
八
九
九
年
に
公
刊
さ
れ（

（（
（

、
以
降
、
加
筆
修
正
さ
れ
な
が
ら
版
を
重
ね
、
ま

た
、
フ
ロ
イ
ト
の
他
の
著
作
に
お
い
て
何
度
も
参
照
の
対
象
に
な
っ
て
い
る
。
本
稿
第
三
節
で
触
れ
た
よ
う
に
、
そ
の
後
年
の

仕
事
は
、
一
八
九
五
年
と
一
九
〇
〇
年
の
あ
い
だ
に
み
ら
れ
る
理
論
構
築
上
の
差
異
を
さ
ら
に
明
確
に
し
て
ゆ
き
な
が
ら
、
そ

の
「
転
回
」
の
完
遂
に
む
か
っ
て
い
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

よ
る
べ
な
き
幼
児
の
理
論
は
、
記
述
さ
れ
た
よ
る
べ
な
さ
か
ら
、
あ
る
心
理
学
的
な
場
所
の
問
い
と
、
あ
る
生
物
学
的
な
場

所
の
問
い
（
あ
る
い
は
、
フ
ロ
イ
ト
が
い
う
と
こ
ろ
の
メ
タ
心
理
学
の
局
所
論
的
問
い
と
、
精
神
分
析
的
な
身
体
の
問
い
）
と

を
同
時
に
引
き
出
す
こ
と
を
許
す
ひ
と
つ
の
仕
掛
け
と
し
て
機
能
し
う
る
と
い
う
仮
説
を
今
後
の
探
究
に
向
け
て
呈
示
し
よ
う
。

そ
し
て
そ
の
仮
説
と
と
も
に
い
く
つ
か
の
課
題
を
標
定
し
て
お
き
た
い
。
ひ
と
つ
と
し
て
、
外
的
世
界
の
問
い
を
め
ぐ
る
フ
ロ

イ
ト
の
議
論
、
と
く
に
一
九
二
〇
年
の
『
快
原
理
の
彼
岸
』
に
お
け
る
ト
ラ
ウ
マ
に
つ
い
て
の
所
論
や
、
外
的
危
険
に
保
護
な

く
晒
さ
れ
る
こ
と
と
と
し
て
の
「
よ
る
べ
な
さ
」
の
含
意
を
大
々
的
に
展
開
す
る
一
九
二
五
年
の
『
制
止
、
症
状
、
不
安
』

の
諸
命
題
を
読
み
解
い
て
ゆ
く
こ
と
が
重
要
に
な
る
だ
ろ
う
。
も
う
ひ
と
つ
と
し
て
、
数
々
の
「
よ
る
べ
な
さ
」
の
記
述
か
ら

数
々
の
「
よ
る
べ
な
き
幼
児
」
の
発
見
ま
で
を
テ
ク
ス
ト
の
う
ち
に
具
体
的
に
た
ど
る
こ
と
は
興
味
深
い
作
業
と
な
り
え
よ
う
。

本
稿
を
通
じ
て
練
り
上
げ
た
仮
説
は
、
い
わ
ゆ
る
応
用
精
神
分
析
を
も
視
野
に
い
れ
な
が
ら
心
と
身
体
の
問
い
に
つ
い
て
の
フ

ロ
イ
ト
的
探
究
の
可
能
性
を
追
究
す
る
た
め
の
仮
説
と
し
て
の
意
味
を
そ
こ
に
お
い
て
も
ち
う
る
は
ず
で
あ
る
。
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註（
1
） 　

本
稿
は
、
二
〇
一
〇
年
六
月
八
日
に
東
京
大
学
駒
場
キ
ャ
ン
パ
ス
で
行
わ
れ
た
Ｕ
Ｔ
Ｃ
Ｐ
レ
ク
チ
ャ
ー
で
の
発
表
を
基
に
し
て
い
る
。
な
お
、
以
下
で
は
、

フ
ロ
イ
ト
の
著
作
に
つ
い
て
、
書
誌
情
報
を
挙
げ
る
と
き
に
末
尾
の
参
考
文
献
表
中
に
記
し
た
略
号
を
用
い
る
。
ま
た
適
宜
、
執
筆
年
を
記
し
、
執
筆
年
が

不
明
で
あ
る
場
合
は
出
版
年
で
も
っ
て
代
え
る
。
年
の
確
定
は
次
に
準
じ
る
。G

erhard Fichtner, Ingeborg M
eyer-Palm

edo (eds), Freud-Bibliographie m
it 

W
erkkonkordanz, Frankfurt am

 M
ain, S. Fischer, 1999.

引
用
に
際
し
て
は
邦
訳
、
と
く
に
『
フ
ロ
イ
ト
全
集
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
六
年
│
）
を
大
い
に

参
照
し
た
が
、、
文
脈
に
応
じ
て
一
部
に
変
更
を
加
え
た
。

（
2
） 　

次
の
コ
ン
コ
ー
ダ
ン
ス
で
は
、G

W

中
の
登
場
箇
所
す
べ
て
を
一
覧
表
の
か
た
ち
で
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
以
下
で
登
場
箇
所
を
問
題
に
す
る
と
き
に

も
つ
ね
に
こ
れ
を
参
照
す
る
。Sam

uel A. G
uttm

an et al. (eds), Konkordanz zu den G
esam

m
elten W

erken von Sigm
und Freud, O

ntario,  N
orth W

aterloo 

Academ
ic Press, 1995. 

本
稿
で
は
、「hilflos

」
お
よ
び
「H

ilflosigkeit

」
に
字
義
的
に
対
応
し
う
る
も
の
と
し
て
「
よ
る
べ
な
い
」
お
よ
び
「
よ
る
べ
な
さ
」

を
用
い
、
語
の
形
態
を
問
題
に
す
る
と
き
に
の
み
原
語
を
あ
ら
た
め
て
記
す
。

（
3
） 　

本
稿
の
第
一
、
第
二
節
で
挙
げ
る
文
献
を
参
照
。

（
4
） 　

G
W

を
参
照
。

（
5
） 　

SE

の
タ
イ
ト
ル
を
参
照
。

（
6
） 　

本
段
落
の
論
述
に
あ
た
り
と
く
に
次
を
参
照
す
る
。Jean Laplanche, Jean-Bertrand Pontalis, « D

étresse (état de -) », Vocabulaire de la psychanalyse, Paris , 

PU
F, 1967 ; Jean Laplanche, “D

ésaide”, André Bourguignon et al., Traduire Freud, Paris, PU
F, 1989 ; Alexandrine Schniew

ind, « La détresse dans l’œ
uvre 

freudienne : une figure de dépression originaire », C
atherine C

habert et al., Figures de la dépression, Paris, D
unod, 2005. 

ま
た
、
当
時
の
辞
書
と
し
て
次
も

参
照
す
る
。Jacob G

rim
m

, W
ilhelm

 G
rim

m
, D

eutsches W
örterbuch, M

ünchen, D
eutscher Taschenbuch Verlag, 1991 [1877].

た
だ
し
、
フ
ロ
イ
ト
が
あ
る

著
作
で
引
用
し
て
い
る
版
（G

W
 X

II, p. 236

を
参
照
）
と
同
一
で
は
な
い
。

（
7
） 　

Alexandrine Schniew
ind, ibid ., p. 43

を
参
照
。

（
8
） 　

Ibid ., p. 56sq. , p. 68sq . 

本
文
中
に
引
用
し
た
三
つ
の
語
句
と
、
つ
づ
い
て
引
用
す
る
「
個
体
的
パ
ラ
ダ
イ
ム
」
と
「
社
会
文
化
的
パ
ラ
ダ
イ
ム
」
も
同
様

に
こ
の
箇
所
か
ら
。

（
9
） 　

G
W

 X
III, p. 137sq.

を
参
照
。

（
10
） 　

歴
史
上
に
存
在
し
た
諸
科
学
と
の
関
連
で
み
た
精
神
分
析
の
実
践
と
理
論
の
位
置
と
い
う
論
点
が
本
稿
の
議
論
の
中
心
に
な
い
こ
と
と
、
記
述
と
理
論
と

い
う
本
稿
で
の
区
別
が
、
ま
ず
は
、
一
方
が
他
方
に
還
元
し
え
な
い
と
い
う
基
本
的
な
読
み
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
も
こ
こ
で
注
記
し
た
い
。
二
つ
め
の
点

に
は
本
節
の
こ
の
先
で
も
触
れ
る
。
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（
11
） 　

G
W

 X
IV, p. 337. 

（
12
） 　

G
W

 X
II, p. 249. 

（
13
） 　

G
W

 I, p. 204. 
（
14
） 　

G
W

 V, p. 124. 
（
15
） 　

G
W

 X
III, p. 283. 

引
用
は
す
べ
て
こ
の
箇
所
か
ら
。
思
弁
的
と
い
う
テ
ク
ス
ト
の
位
置
づ
け
に
関
し
て
次
を
参
照
。G

W
 X

IV, p. 85.

（
16
） 　

G
W

 X
IV, p. 345. 

引
用
は
す
べ
て
こ
の
箇
所
か
ら
。

（
17
） 　

G
W

 X
III, p. 252sq .

を
参
照
。

（
18
） 　

本
節
で
読
む
箇
所
と
し
て
、「
心
理
学
草
案
」
と
『
夢
判
断
』
に
関
し
て
は
次
節
の
引
用
を
参
照
。
他
の
三
つ
に
関
し
て
は
次
を
参
照
。G

W
 V, p. 124, X

, 

p. 212sq. , p. 227 n. 1, X
IV, p. 169sq. , p. 199sq.

（
19
） 　
「
欲
動
と
欲
動
運
命
」
と
『
制
止
、
症
状
、
不
安
』
で
は
、
助
け
の
介
入
に
つ
い
て
、
ひ
と
つ
の
契
機
よ
り
は
む
し
ろ
複
数
の
契
機
を
想
定
さ
せ
る
言
い
回

し
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
本
稿
注
一
八
で
挙
げ
た
箇
所
を
参
照
。

（
20
） 　

G
W

 X
IV, p. 186.

（
21
） 　

Peter Am
acher, Freud’s N

eurological Education and its Influence on Psychoanalytic Th
eory, N

ew
 York, International universities press, 1965, p. 58, 65, 67

を
参
照
。

（
22
） 　

Frank J. Sullow
ay, Freud, biologist of the m

ind,  N
ew

 York, Basic Books, 1992 [1979], p. 116 n 7, 120, 203, 495

を
参
照
。 

（
23
） 　

Ibid ., p. 3, 419.

（
24
） 　

Jean Laplanche, Problém
atiques V

II. Le fourvoiem
ent biologisant de la sexualité chez Freud, Paris, PU

F, 2006 [1993], p. 68 .

（
25
） 　

た
と
え
ば
次
を
参
照
。Jean Laplanche, N

ouveaux fondem
ents pour la psychanalyse, Paris, PU

F, 1994 [1987], « Trois acceptions du m
ot ‹ inconscient › 

dans le cadre de la théorie de la séduction généralisée », Sexual. La sexualité élargie au sens freudien, Paris, PU
F, 2007.

（
26
） 　

G
W

 N
achtragsband, p. 387.

（
27
） 　

Ibid. , p. 397.

（
28
） 　

Ibid ., p. 392. 

同
様
にp. 401

も
参
照
。

（
29
） 　

Ibid ., p. 408

を
参
照
。

（
30
） 　

Ibid ., p. 411.

「
充
足
体
験
」
に
付
し
た
傍
点
は
、
原
文
の
イ
タ
リ
ッ
ク
に
対
応
。
そ
の
他
の
傍
点
は
引
用
者
に
よ
る
。

（
31
） 　

Ibid ., p. 412. 

傍
点
は
原
文
の
イ
タ
リ
ッ
ク
に
対
応
。

（
32
） 　

執
筆
時
期
に
つ
い
て
諸
説
は
必
ず
し
も
完
全
に
一
致
し
な
い
が
、
脱
稿
（
と
く
に
第
七
章
の
そ
れ
）
が
出
版
の
直
前
で
あ
る
こ
と
は
、
フ
リ
ー
ス
宛
の

書
簡
中
の
言
葉
か
ら
知
ら
れ
て
い
る
。
次
を
参
照
。Sigm

und Freud, Briefe an W
ilhelm

 Fließ 1887–1904. U
ngekürzte Ausgabe, (Jeffry M

oussaieff M
asson, 

M
ichael Schröter eds.), Frankfurt am

 M
ain, S. Fischer, 1986 [1985], p. 393sq.
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（
33
） 　

G
W

 II-III, p. 571.

傍
点
は
引
用
者
に
よ
る
。

（
34
） 　

Ibid ., p. 572.
（
35
） 　

G
W

 II-III, p. 572, n 1. 

注
の
追
加
が
行
わ
れ
た
時
期
に
関
し
て
次
を
参
照
。SE,  IV, p. 566.

（
36
） 　

表
象
の
力
動
を
論
じ
る
理
論
の
す
べ
て
が
そ
う
で
あ
っ
た
わ
け
で
な
い
こ
と
は
、
歴
史
的
に
み
て
明
ら
か
で
あ
る
。
た
と
え
ば
一
九
世
紀
前
半
の
ド
イ

ツ
の
心
理
学
者
Ｊ
・
Ｆ
・
ヘ
ル
バ
ル
ト
の
次
の
仕
事
を
参
照
。Johann Friedrich H

erbart, » Psychologie als W
issenschaft. N

eu gegründet auf Erfahrung, 

M
etaphysik und M

athem
atik. Erster synthetischer Th

eil « [1824], Säm
tliche W

erke  V, D
arm

stadt, Scientia Verlag Aalen, 1989.

（
37
） 　

同
書
は
当
時
の
出
版
社
に
よ
っ
て
一
九
〇
〇
年
と
先
日
付
さ
れ
た
（SE  IV, p. xii

を
参
照
）。
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